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問題の所在

先進国 で は, 所得格差 の 拡大が こ の 2 0 年間ほ ど進 ん で い る｡

サ イ モ ン ･ ク ズ ネ ッ ツ は, 1 95 5 年 に 国民所得 の レ ベ ル と 国内の 経済格

差と の 間 に ｢ 逆 U 字｣ で 描 か れ る よ うな相互 関係が あ る と い う経験的辛

実を見 つ けて
,

｢ 逆 u 次曲線｣ 仮説を提唱 した ｡ それ は 1 人当た り国民

所得が 低 い 段階 で は経済成長 に と もな い 所得格差が 拡大す る が , さ ら に

国民所得 が 上 昇す る と あ る段階か ら道 に 国民所得の 平準化 が 生 じる と い

うも の で あ っ た ｡

しか し, 1 9 8 0 年代 以 来, 先進国は新 し い 傾向と し て ,

｢ 逆 U 次曲線｣

仮説 と は 反対 に 国民所得 の 拡大 に つ れ て 所得格差が 拡大する よ う に な っ

た ｡ 富裕層 は さ ら に富裕 に, 下層 は さ ら に所得 が 下が る と い う 二 極分化

は
,

そ れ ま で の 経済 と な に か深部 の 点 で異なる 構造 に な っ て い る の で は

と の 仮説を た て る こ と が で きる ｡

そ こ で 企業 へ の 規制 に 対す る 自由化 (規制緩和, 規制改革) と グ ロ
ー

バ リ ゼ ー シ ョ ン に 焦点をあ て て
,

こ の 間題を考察 した い
｡ 前者 は経済政

策 に関す る こ と で あり, 後者 は 企業 の 海外活動 に関す る こ と で ある ｡

日 本 で は 90 年代 か ら 本格化 した 規制緩和 の 目的は
, 経済活性化 と 国

際競争力 の 強化 と さ れ た ｡ グ ロ ー バ リゼ ー

シ ョ ン は コ ス ト削減を め ざ し

た 企業 の 海外移転 や 海外 で の 生産物 の 逆輸入が ベ ー

ス と な っ て い る ｡ 両
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者 の 根底 に は企業間の 大競争と 政府 の 政策の 変化 が あ る ｡ そ の 結果, 近

年 日 本 の 企業 の 利潤 は バ ブ ル 期 の 水準を 上 回 る 企業 が 続出 し て い る 半

面, 規制横和が 雇用面に もお よ ん だ こ と か ら
, 被雇用者 の 賃金上 昇の 停

滞 と 雇用 の 不安定性 が 生 じて い る｡

企業間の 競争が , 激烈に なり, 国民 の なか で 抵抗力 の な い 階層 に し わ

よせ られ て い る現象は 日 本だ けで は な い ｡

国際投資家 にと っ て, 世界的 に投資 に規制が すくなくなり, 資金の 効

率的運用を世界 レ ベ ル で 検討 で き る よ う に な っ た｡ そ れ は グ ロ ー バ リ

ゼ ー シ ョ ン と 規制緩和 の 産物 で あ る ｡ 投資を受 ける 方 の 企業 は
,

M & A

を こ う む らな い た め に株価 の 高位維持 , その た め に 配当の 高位維持 , そ

の 条件を満た すた め に 高利潤達成
,

その た め に 労働分配率を下げる 大義

名分 が ある ｡

本稿 で はそう し た メ カ ニ ズ ム 実現 の
一

要因 で あ る
, 新自由主義思想の

出現 と
,

それ が グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン と 結 び つ く根拠 に つ い て 考察を行

い た い ｡

Ⅰ 所得格差の拡大

8 0 年代まで の 日 本 は ｢ 一

億総中流社会｣ と い わ れ る ほ ど所得格差 が 少

な い 社会で あ っ た ｡

それ が 80 年代 に所得格差を示す代表的な指標 で あ る ｢ ジ ニ 係数｣ が

8 5 年 に は 36 . 4 % だ っ た が , 9 6 年 に は 39 . 5 % と , 徐 々 に上 昇 し
(1)

, 1 99 0

年代後半以降成果主義賃金や 非正規労働者が 増 え る に つ れ
,

遂 に 2 00 6

年 に は O E C D か ら格差是正に つ い て 提言を受ける ほ どに な っ た｡

O E C D は 20 0 6 年 7 月 ,
日 本 の 経済政策 に対す る提言をま と め た 対 日

経済審査報告を発表 し,

｢
日本 は貧困層 の 割合 が 最も高 い 国の

一 つ に な っ

た｣ と 経済格差 の 拡大 に懸念を表明,
企業 が非正社員よ り正社員を増 や
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しや すくす る 政策を打ち出す べ き だ と の 見解を示 し た ｡ O E C D はま た

日 本の ｢ ジ ニ 係数｣ が 加盟三 十 カ 国の 平均を上 回る水準ま で 上 昇 し, 棉

対的貧困率 は 米国に 次ぐ 二 番目の 高さ にな っ た と指摘 し
,

格差拡大の 要

因と して 高齢化 や パ ー ト な どの 非正 社員の 増加を挙げ
,

｢ 正社員 と 非正

社員と い う労働市場 の 二 極化傾向が 固定化す る恐 れ が あ る｣ と 警告 した ｡

そ し て
, 格差是 正 の 具体策 と して(1)正社員 へ の 雇用保護を緩 め る(2 俳正

社員 へ の 医療保険な どの 社会保険の 適用を拡大す べ きだ( 3 権土会福祉 の 支

出を母子家庭な どの 低所得世帯 に 重点化す べ きだ - な どを列挙 し て い

る
( 2)

｡

非正 規労働者 は
, 労働者派遣法が 1 98 6 年 に 施行 さ れ た の をき っ か け

と し て 間接雇用 が 合法化 さ れ ,
9 9 年 に適用業種 が 拡大 さ れ

,
2 00 4 年製造

業 に も解禁 さ れ る と と も に増加 し た｡ た と えば
,

正規雇用 と 非正 規雇用

を比較す る と 1 9 9 6 年正規雇用者数は 3 8 00 万人
, 非正 規雇用者数が 1 04 3

万人だ っ た の が, 2 0 06 年 ( 暫定数値) に は正規雇用が 3 3 40 万人 に 減少

し
,
非正窺雇用 1 6 6 9 万人に 増加 し

(ニラ)

, その 傾向 は 一

貫 した も の で 前者 の

減少 と 後者 の 増加 に 歯止 め が か か ら な い ｡

雇用形態 の 違 い に よ る年収格差 は著 しく,
正規雇用 の 平均 は 4 5 4 万円

で ある の に 対 して , 派遣社員 の 年収 は 20 4 万円と な っ て い る
(4)

｡ 所 得格

差推移を総括的 に 見 る と
,

1 98 4 年 に最上 層 2 0 % の 所得合計額 は最下層

20 0/. の 1 3 倍 で あ っ た が ｡ 20 0 2 年 に 1 68 倍 に ま で 拡大 した
〔5-

｡

こ う し た傾向 は 日 本 だ け はなく世界的傾向 で ある｡

バ ー バ ラ ･ エ ー レ ン ライ ク に よ れ ば
,

｢
現代 の ア メ リ カ で は全労働人口

の 3 0 % の 人が 時給 8 ド ル 以 下 で 働 い て い る が
,

こ れ で は ワ ン ル ー ム ア

パ ー トの 部屋代を払う に は 足りな い ｣
(6)

｡

デ ヴィ ッ ド ･ シ プ ラ
一

に よ れ ば ア メ リ カ の 資産格差 は 上 位世帯 の 1 0 %

は , 平均 83 万 3 60 0 ドル の 資産が ある の に 対 し て
,
下位 2 0 % は

,
79 00 ド

ル で あ る
(7)

｡
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フ ラ ン ス で も同様 の 傾向が ある ｡ 1 9 78 年か ら 2 0 03 年 にか けて 労働力

人口 に 占め る給与所得者 の 割合 は, 83 . 6 % か ら 91 . 4 % に増加 し た が全家

計 の 可処分所得 に占 め る給与の 割合 は , 6 7 % か ら 5 3 % に減少 して い る
(8)

｡

Ⅱ 新自由主義の 台頭

(1) ケイ ン ズ 主義の 後退

1 93 0 年代 の 世界恐慌を契機 に
,

その 回復過程 か ら
, 第 二 次大戟を経 て

1 9 6 0 年代ま で は
, 世界的 に

,
政府 が 税制 や社会保障を通 じて

, 所得 の 不

均衡是正
, 恐慌予防な ど経済の 安定を重視 し た経済政策を行う こ と が 普

通 で
,

ア メ リ カ で も自由市場を信奉す る 政治家 で あ っ た と して も福祉拡

充政策 に も言及 しなけれ ば な らなか っ た ｡

こ れ は
, 政界 で も学界 で も, 市場 の 自動調整力 だ けで は

, 所得 の 不均

衡 の 増大 は く い と め られ な い の で
, 所得税 の 累進課税 や 社会保障給付な

ど所得を平準化す る メ カ ニ ズ ム が 不可欠 で あり, ま た 反循環的なケ イ ン

ズ 政策 ( 政府 の 有効需要創 出政策) が 景気循環を平準化す る た め に も必

要で あり, 不況 に よ っ て 失業者 が 急増 しな い よ う に雇用を守 る制度的な

保証 が 必要 で あ る と 考え ら れ て い た か ら で あ る｡
｢ 市場 の 失敗｣ と い う

概念 は, まだ ア メ リ カ
, イ ギ リ ス で も十分 に 生きて い た ｡

国家 は ヨ ー ロ ッ パ で は , 社会民主主義国家
,

キ リ ス ト教民主主義国家,

統制経済国家 , ア メ リ カ で は自由民主主義国家,
日 本 で は 官僚の 統制 が

強 い 民主主義国家と 形態 は 多様 で あ っ た が
, 国家 が 重視す べ き こ と と し

て完全雇用
,

経済成長, 市民の 福祉 は 共通 して お り,
そ れ を達成す る た

め に 市場 プ ロ セ ス と 歩調を合 わ せ なが ら
, あ る い は 必要 と あれ ば

, 市場

に介入 し
, 場合 に よ っ て は市場 に取 っ て 代 わ る こ と も可能 と さ れ た

(9'

｡

労働組合 の 選挙時の 集票力 は まだ 十分 に 強か っ た ｡

日 本 の 場合 は
,
1 9 73 年 の オイ ル シ ョ ッ ク 頃ま で 供給不足経済 の な か
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で , 政府指導型資本主義が 機能 した ｡ 旺盛な資金需要は 銀行中心 の 企業

グ ル ー プ で あ る メ イ ン バ ン ク制を機能 させ
, 銀行 の 背後 に は 中央銀行の

資金供給 が 機能 して い た ｡ 雇用面 で は
, 労働力不足 の なか 終身雇用 , 午

功序列 が合理的 で あり, 高成長 は労働力不足を生 み, 労働力不足 は 賃金

上 昇を結果す る と と も に
, 労働組合の 交渉力を担保す る条件 で もあ っ た｡

こ う した 政策 が 行き詰ま る の は 1 9 70 年代 で あ る｡ ア メ リ カ は ベ トナ

ム 戦争 に よ っ て 多額 の 財政赤字 と
, 製造業の 競争力 の 低下 に よ る貿易収

支 の 赤字か ら
, 財政赤字 と 経常収支 の 赤字の ｢ 双子 の 赤字｣ に陥り, ア

メ リ カ 所有 の 金準備 が 減少 し ド ル 相場を金 に 固定す る I M F の 根幹 が 揺

ら い だ ｡
｢ バ タ ー

も大砲も｣ ( 社会保障と 軍事費拡大 の 両 立) と い う政策

が 行き詰ま っ た こ と は
, 不況下の イ ン フ レ と い う形 で あ らわ れ た｡ こ れ

は
, 不況時 は デ フ レ

, 好況時 はイ ン フ レ と い う こ れ ま で の 関係が 作用 せ

ず,
ケイ ン ズ 政策 は

, 不況時 に財政支出を増加させ 需要を喚起す る こ と

に よ り不況を軽減す る こ と を目的と す る た め に , 不況時 に イ ン フ レ が お

さ ま らず , 停滞 と イ ン フ レ
ー シ ョ ン が 併存する ｢ ス タ グ フ レ ー シ ョ ン｣

に は 対策 が な か っ た ｡ 財政赤字は 軍事費 の 削減か , 社会保障費 の 削減か ,

増税 に よ る 税収増 か の い ず れ か また はそ の 紐 み 合わ せ に よ る ほ か な か っ

た が
, 高所得者 と 中所得者 は増税を忌避 し, そう した 減税 と社会保障削

減を セ ッ ト に した ｢
/トさ な政府｣ を好 む高所得 ･ 中所得層 の 志向を基盤

に
, 貨幣 の 供給量 に よ っ て の み イ ン フ レ ( した が っ て ス タ グ フ レ ー

シ ョ

ン) は 解決す る こ と が で き, 公共事業や 社会福祉事業 に政府 が 資金を投

じ る の は市場 の 調整力を乱すもの で ある と の マ ネタ リ ズ ム の 思想が ア メ

リ カ の 経済学界 と 政界 で 主導権を握 る こ と に な っ た ｡ 1 981 年 の レ ー ガ

ン 政権 以 来, 社会福祉削減 と民営化 に よ る ｢ ノトさ な政府｣ , 高所得層 の 減

税が 実施 さ れ
,

主流 の 経済思想 は再 び 自由主義 (市場主義) に転換す る

こ と と な っ た｡ 世界的 に ケ イ ン ズ 政策が 実施 さ れ る以 前 の 経済政策 は
,

｢
自由主義｣

(1 0)

と 呼 ば れ る の に対応 して
, ケ イ ン ズ政策を駆逐 した 後 の

( 5 )



論 説

自由主義 は ｢
新自由主義｣ と 呼ば れ たo

｢ 自由主義｣ と ｢ 新自由主義｣ は ,

市場 の 調整力を信 じ, 政府 の 役割 は 市場 が よく機能す る にと どめ る べ き

だ と 考え る 点で 共通 して い る が
, 違 い と して は

, 前者 は 金本位制 の 時代

で あ っ た た め, 財政収支 の 均衡を最重視 した が
, 後者 は 変動為替相場制

に移行 した 後で あ っ た の で
, 財政収支 の 赤字も経常収支 の 赤字も前者 ほ

ど に は こ だ わ らず, ま た外国政府 に対 して
, 自国企業

･ 金融業 の 海外展

開を容易 に する た め に 資本市場 の 自由化 金融市場開放を執掬 に 要求す

る点が 異なる ｡

新自由主義の 理念を明確 に掲げた 政策を先進国 で最初 に打ち出 した の

は
,

レ
ー ガ ン 政権 (1 9 8 ト89) よりも 二 年前 の 1 97 9 年 5 月 に 発足 した イ

ギ リ ス 保守党の サ ッ チ ャ
ー 政権で あ る ｡ サ ッ チ ャ

ー

政権 は こ れ まで の 労

働党政権 だ けで なく保守党政権 の 労働者融和政策を
``

w e t
"

と攻撃 し
,

過去 の 労資協調路線を徹底的 に否定 し
,

｢
/トさ な政府｣ ,

｢ 民間活力重視｣ ,

｢
自助精神｣ ,

｢
労働慣行 の 改革｣ ,

｢
法 と 秩序 の 回復｣ を掲げた ｡

そ れ 以 来,
ア メ リ カ の レ

ー ガ ン政権 ,
欧州大陸, 日 本 ( 中曽根内閣以

降) に お い て も世界の 多く の 国で
,

｢
新自由主義｣ が 先進国の 政権 に 採用

され 今 日 に い た っ て い る ｡

か つ て 階級対立 融和的なケ イ ン ズ 政策 が 受け入 れ ら れ た 前提 に は , 労

働組合 の 組織率が 高く, 貸金交渉力を持 っ て い た こ と
, 雇用 の 削減 は容

易 で は な い と い う状況 が ありt ま た 世界 に は市場経済 だ け で は なく社会

主義経済が あ っ たが , それ が 退潮な い し消失 した こ と が
,

｢
新自由主義｣

が
, 容易 に世界 に広 が る 背景 に あ っ た ｡

(2) 生産過程 に お ける 変化

先進国 にお ける賃金上 昇 と労働力不足 に よ っ て
,
大量生産 は

,
機械化,

とく に エ レク トロ ニ ク ス と 機械 が
一

体 と な っ た メ カ ト ロ ニ ク ス 化が
,

7 0

年代前半 の オイ ル シ ョ ッ ク 後進 ん だ ｡ こ れ に と もな い 付加価値 の なか の

( 6 )
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現業労働 の ウ ェ イ トが
, 減少 しは じめ た ｡

さ ら に
,

7 0 年代 か ら 8 0 年代前半 に か けて ア メ リ カ 産業 は ド ル の 過大

評価 か ら 国際競争力を失 っ た ｡ マ ネタ リ ズ ム に基 づ く高金利が
, 副作用

と して ドル 高をもた ら した か ら で ある ｡ ド ル 高を好機 と し て海外 か ら特

に 日 本か ら 自動車,
電気機械 の 輸入 が 増加 し, それ に ア メ リ カ 製造業は

対抗 せ ざる をえなくな っ た ｡
こ う した 条件 に加えて世界規模 で の 多国籍

企業の 大競争 ( メ ガ ･ コ ン ペ テ ィ シ ョ ン) の 時代 に 入り, 企業 は 収益が

上 が る と こ ろ (低賃金
, 労働力の 質が 高 い

, 低税率, イ ン フ ラ 充実, 市

場 ア ク セ ス が 容易な場所) に 生産拠点を移設する よ う に な っ た ｡

こ の ような傾向 は ア メ リ カ に 続 い て 欧州
,

日 本で も
一

般的に な っ た｡

労働運動 が 力をなく した 最大 の 要因 は工 場 の 海外移転 で あり, 労働組合

にと っ て 安価な コ ス トを求 め て 世界最適立地をもと め る大企業の 衝動を

く い 止 め る手段 は なか っ た ｡

1 9 90 年代 か ら企業 が こ の 動きを さ ら に 加速 させ た の は
, 基幹部品 ごと

に工 程を分ける 製造業 の
｢ モ ジ ュ

ー ル 化｣ で あ る｡ モ ジ ュ
ー

ル 化 に よ っ

て 製造 工 程 の 分害[J ,
した が っ て 工 程 の

一

部を海外移管す る こ と が容易と

な っ た ｡ こ の 面が プ ッ シ ュ 要因 とす れ ば
,

プ ル 要因は発展途上 国の 対外

開放 - 外資誘致政策 で あ っ た ｡

(3) 国際政治 と通商政策面

( a) ワ シ ン ト ン
･ コ ン セ ン サ ス

8 0 年代 に お ける レ
ー ガ ン 政権 の 時の ドル 高に よ り, 各国か ら ア メ リ カ

ヘ の 輸出 が急増 した ｡ ア メ リ カ 政府は こ れ を逆手 にと っ て 相手国 の 市場

開放 だ けで なく,
金融

･

資本市場 の 自由化を要求 しそ れ を実現 し た｡ 世

界銀行 の 総裁 は ア メ リ カ 出身,
I M F の 専務理事 は欧州出身 ( た だ しア メ

リ カ の 承認 が 不可欠) が慣例 と な っ て い る｡ こ の 二 つ の 国際金融機関と

ア メ リ カ財務省 の 三 者連合 の い わ ゆ る ｢
ワ シ ン ト ン ･ コ ン セ ン サ ス ｣ は

,

( 7 )
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途上 国 が I M F の 支援を必要 と す る と き, 以 下 の 点を励行 し なく て は な

ら な い と い う条件を つ けた
｡

(1) 財政赤字 の 是正

(2) 補助金カ ッ トな ど財政支出 の 変更

(3) 税制改革

( 4) 金利 の 自由化

(5) 競争力ある 為替 レ
ー

ト

(6) 貿易 の 自由化

(7) 直接投資 の 受け入れ 促進

( 8) 国営企業 の 民営化

(9) 規制媛和

(10) 所有権法 の 確立

だ っ た ｡

ワ シ ン ト ン ･ コ ン サ ン サ ス は
,
8 0 年代 に債務危機 に陥 っ た ラ テ ン ･

ア

メ リ カ 諸国の 救済 に対 して
t あ る い は ロ シ ア な ど東欧諸国の 市場経済化

を援助す る 見返り に
,

I M F が 要求 し た 条件 (I M F の コ ン デ ィ シ ョ ナ リ

テ ィ
ー ) の ベ ー

ス に なる 考え方 で あ る｡ ア メ リ カ 政府 と I M F と 世銀 は

こ う し た 考えに もと づ く改革を世界標準だ と し, ラ テ ン ･

ア メ リ カ の 立

て 直 しお よ び ア ジ ア 通貨危機 の 際 に タ イ
,

イ ン ドネ シ ア
, 韓国 へ の 融資

条件 と し
, 世界 の 商業銀行 は, 危機 に 陥 っ た 諸国 に 対 して I M F の コ ン

デ ィ シ ョ ナ リ テ ィ
ー

を受け入 れ る か どうか を融資 の 条件 と した の で
, 逮

上 国に と っ て ワ シ ン ト ン ･ コ ン セ ン サ ス は ま る で 経済憲法 の よ うな重 み

を持 っ た ｡

途 上 国が I M F か らの 融資を受けかナれ ば な ら な い ほ ど経済的 に不安

定 に な っ た と き
, ある い は ア メ リ カ と の 間 で 貿易摩擦 が 生 じた と き

,
上

に掲げた 基準 は途上 国に浸透 し先進国 の 企業 が 途上 国で 営業活動をす る

こ と を容易 に し た｡

( 8 )
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(b) 企業の 国際競争力強化を支援す る経済政策

通商 3 01 条 (19 7 4 年) , 包括通商競争力法 (1 9 88 年) と そ の 系列 の 通

商法 は ア メ リ カ が 貿易相手国を不公正 と 認定す る と報復措置を採 る こ と

が 出来る 法律 で
, 自国 の 産業を保護す る と と も に

,
それ に と どま らず,

法律 の 発動可能性 が 威力を発揮 し貿易相手国 の 市場を こ じ開ける 武器 に

もな っ た ｡

80 年代 に ア メ リ カ の 貿易赤字 が大きか っ た 日 本 に対 して は , 日 米円 ド

ル 委員会
,

日 米構造協議を強制 した ｡ 日 米円 ド ル 委員会 は
,

8 3 年 1 1 月

に設置が きまり
,

日 本 は 金融 ･ 資本市場 の 開放をア メ リ カ に 約束 し て決

着 した ｡ 19 8 9-9 0 年 の 日 米構造協議 で は
,

ア メ リ カ が 日本 か ら の 自動車

や 半導体な どの 個別 の 商品の 輸入を制限す る こ と を越え て, 日 本 の 貿易

黒字を生 み 出す経済構造を変え よう と し た もの で あ る｡ 片務性を避ける

た め に 日米双方の 経済構造の 改善 の た め と い う形を取 っ た が
,

実際 は 日

本企業が 対米輸出 に過度に 依存 しな い よ う に公共事業な どの 内需拡大を

要求 し, 大規模店舗法 の 見直 し等流通 シ ス テ ム や 独占禁止法の 強化 に よ

り日 本独特 の 系列取引を改め させ
,

外国企業 に 日 本市場を開放す る 条件

を義務 づ ける も の で あ っ た ｡

知的財産権 の 保護 は G A T T か ら W T O - 移行 し た と き に付け加 わ っ

た 最重要事項で ある が
,

日本 の 通商行政もそれ が 世界の 傾向 だ と 考え
,

歩調を合 わ せ た｡

日本側 は
,

ア メ リ カ の 対 日要求や 通商政策 の 重点変化 に対応 して
, 自

ら規制緩和を テ ー マ に し, 通商交渉 で は 知的財産権 の 保護を重視す る好

機 と と らえ る政策運営 に な っ て い る｡

製造業の 輸出競争力 で お と る ア メ リ カ にと っ て
, 技術貿易 は ア メ リ カ

が 巨額の 黒字を獲得 で きる分野で ある
(ll)

｡
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(4) 新自由主義の 規制改革論

｢
規制改革｣ を進 め る べ く論陣を張 っ て い る伊藤元重民 に よ れ ば

,
規制

緩和 と 弱者保護と の 関係 は 次の よう に な る｡

規制が ある と 本当 は弱者 が 保護 さ れ て い な い の に 弱者が 守 られ て い る

ような気 に なる の が 問題ある ｡
一

部 の 弱者を規制 に よ り守 る た め に他 の

大多数が 不自由な思 い を して い る｡ 日本 で 弱者 と 呼ば れ る人 は 政治力 で

自分 た ち の 有利な規制を維持 して い る既得権益者 で あ る｡

規制改革 は た しか に競争を激 しくす る ｡ 競争 が非常 に激 しくな っ た と

き経営者の 選択肢 は 四 つ ある ｡

一 つ は規制強化や 弱者保護を訴える こ と

だ が, 今後 こ の 手段 は通用 しな い ｡ 二 つ 目は も っ と頑張 る こ と だ が ,
こ

の 手段 は 素朴 だ が 限界が ある ｡ 三 つ 目は や め て 別 の こ と をす る｡ た と え

ば
,

受験勉強 で 難関校をみ ん なが め ざ して も必ずあぶ れ る 人が 出る ｡ そ

れ だ っ た ら自分 は勉強 に向 か な い か ら, 日 本
一

の 芸人や料理 の 鉄人をめ

ざす｡ 四 つ 目 は
,

差別化 で 対応す る｡ こ の 四 つ 目が 経済の 活性化 に 繋が

る と言う
(1 2)

｡

こ の よう に弱者 が 政府 に支援を要求す る こ と を嫌悪 し
,

政府 の 政策か

ら弱者保護を除く こ と を規制改革と 考え て い る ｡

同 じく規制改革推進 の 立場か ら格差拡大論を払拭 し よう と して 日本経

済新聞 は 2 00 7 年 5 月 に ｢ 格差論越え て｣ と い う特集を組ん だ｡

そ れ に よ れ ば
, 格差拡大論 は

, 結果の 平等を主張す る が
,

それ は次ぎ

の 点 で 間違 い だ と い う｡

○財政赤字 の 制約が あり,
人口 減少 で税収増も期待 し にく い 中で

,
こ れ

だ け (格差 が 今 ほ ど 問題 で は な か っ た 1 99 6 年当時 に 戻 る の に必要な

額は 南関東, 大阪, 愛知を除 い て も十四 兆八 千億円) の 金額を投 じる

こ と に 同意す る 人が どれ だ け い る だ ろう か ｡
コ ス トを度外視 して

,

一

種 の ム ー ドで 政府 の 再配分を求め る だ け で はか え っ て 事態を ゆ が め て

( 10)
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しまう ｡

医療 や福祉, 真 の 弱者 の 援助な ど公費 で 賄う べ き分野 は もち ろ ん ある ｡

だ が , それ を超え る ｢ 結果 の 平等｣ の 追求は 健全な競争を阻み , 成長の

足か せ になり か ねな い
(1 3)

｡

o ｢ 機会 の 平等｣ と 企業家精神 が あれ ば
,

企業間格差 は お の ず と なくな

る ｡ 成功 は 大企業 だ け に あ る の で は な い ｡

｢
機会 の 平等｣ を生 か す起

業家精神 が 健在 で あり続けれ ば , 道筋 は何通り に も増え, 企業間格差

もお の ずと 消え る｡ そ ん な社会を つ く る こ と が 起業家再興 の 真 の 意義

で もあ る
(1 4)

｡

格差論争 は
,

o ｢ 日 本経済に 最も活力 が あ っ た の は 終戦直後｣ と い う説が ある ｡ 焼け

野原 で は あ っ た が 戟前 の 統制 か ら解き放 た れ
, 多く の 起業家 が 生ま れ

た ｡ 九 ○ 年代 か ら の 苦闘 の 十 五 年を抜け出 した 今も
, 時 に ｢ 第 二 の 敗

戦｣ に なぞ ら れ る｡ 自由 で 公正な市場 の 下で チ ャ ン ス を生か す社会 こ

そ, 格差論争を超えた 成長 の 土 台を築く に 違 い な い
(15'

｡

上 の よ う に新自由主義 の 論拠 は,

｢ 結果 の 平等｣ を主張す る の は 経済を

歪め ろ , 企業家精神を持 っ た 人 は も っ と 出 て き て
｢
自由 で 公正な市場 で

チ ャ ン ス を生 か す社会 こ そ｣ が 大事 だ と の 主張 で ある ｡ 市場 は 自由で 公

正 で あ る と前提 して い る が
,

真 に ｢ 自由 で 公正な｣ な市場 ば か り で あれ

ば,
こ の よ うな論も成り立 つ か も しれ な い が , そ の と き の 国家権力 に よ っ

て 支援 さ れ た 個人や 企業 が は じめ に逆 ハ ン デ も ら っ て 競争 して い る の が

現実 で ある ｡ 新自由主義者 は
,

同 じ理念 の 政府 に引き立 て られ て , 優位

な地位 に た っ て 競争 しなが ら ｢ 自由で 公正な｣ 競争 と述 べ る の で あ る｡

( l l)



論 説
●

(5) デヴィ ッ ド ･ ハ ー

ヴェ イ の新自由主義分析

経済地理学者 の デ ヴ ィ ッ ド ･ ハ ー ヴ ェ イ は次 の よ う に新自由主義を定

義する
`1 6'

｡ ( 以下 ペ ー ジ表記 は ハ ー ヴ ェ イ 『新自由主義』 か ら)

新自由主義 と は , 強力な私的所有権,
自由市場,

自由貿易を特徴 とす

る制度的枠組 み の 範囲内 で , 個 々 人 の 企業活動 の 自由と そ の 能力と が 無

制約 に発揮さ れ る こ と に よ っ て 人類 の 富 と福利が 最も増大す る と す る政

治的経済的実践 の 理論 で
,

国家の 市場 へ の 介入 は
,

い っ た ん市場 が 創り

出さ れ れ ば
, 最低限に 保た れ なけれ ば な らな い と す る ｡ 民主主義 の も と

で は強力な利益集団が 自分 たち の 利益 の た め に
, 国家介入を歪 め偏向 さ

せ る こ と は 避けら れ な い か ら で ある ｡

占領 したイ ラ ク で も,
20 03 年 9 月 1 9 日イ ラ ク の 連合国( C P A ) の ポ

ー

ル
･ ク レ マ -

米代表 は ｢ 公共企業体 の 全面的民営化, イ ラ ク 産業を外国

企業が 全面的に 所有す る権利, 外国企業 に 内国待遇を与える t 外国企業

の 本国送金を全面的 に保護, 銀行を外国 の 管理下 に置く｣ こ と を命令 し

た ｡

新自由主義 が 台頭 した 理由は 7 0 年代 の 資本蓄積 の 危機 が き っ か けと

な っ た ｡

ア メ リ カ の 所得 上 位1 % が 国民所得 に 占め る割合 は
,

戦前 の 最高値 は

1 6 % だ っ た も の が, 第二 次大戦末8 % 未満 に 下落 し て
,
その 後 ほ ぼ 3 0 年

間 は その 水準で 推移 した ｡ 1 9 7 0 年代 の ス タ グ フ レ
ー

シ ョ ン の もと
, 経済

成長が 破綻 し, 実質金利 が マ イ ナ ス にな る と
, 資産価値 が 暴落 した ｡ 税

収 の 急落, 社会保障的支出が 急増 し各国 で財政危機が 生 じた ｡ 社会民主

主義 や 中央計画経済 の 側 に た つ も の と
,

企業 や ビ ジ ネ ス 界 の 力を解き

放 っ て 市場 の 自由を再 び確 立 す る こ と に利害関心をも つ 人々 の 間 で 論争

が 二 極化 し た｡ 上 層階級 は 当然新自由主義 に活力をも と め た ｡ 新自由主

義 が ケ イ ン ズ主義 に勝利 した 結果
,

上 位1 % の もの が 国民所得 に 占め る

割合 は 2 0 世紀末 に は
,
1 5 % ま で に増加 し た｡ イ ギ リ ス で も上 位 1 % の

( 12)
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所得 の 者 は
,

1 9 82 年 の 6 . 5 % か ら 1 3 % に 倍増 した｡ (2 9 p)

1 97 9 年 マ
ー ガ レ ッ ト サ ッ チ ャ

ー が ス タ グ フ レ
ー

シ ョ ン に 見舞 わ れ て

い た イギ リ ス 経済を立 て 直す と主張 して ケ イ ン ズ主義を放棄 し
, 労働組

合 と 対決 し
, 福祉国家 の 諸政策を解体な い し, 縮小 し, 公営住宅を民営

化 し, 減税,
企業家 の イ ニ シ ヤ テ ィ ブ を奨励 し, 外国投資を引き つ ける

た め の ビ ジ ネ ス 環境を作 っ た ｡ ケ イ ン ズ 主義か ら マ ネ タ リ ズ ム ヘ の 先進

国で の 最初 の 転換 で ある ｡ (3 6 p)

1 9 81 年 の レ
ー ガ ン 政権 の 航空機 と電気通信 か ら金融 に い た るま で

,
あ

り と あ ら ゆ る もの に対す る規制緩和 は
,

無制限の 市場的自由を与え た ｡

金融資本 は 高 い 収益率を求 め て 海外 に目を向ける よ う に なり ,
生産 の 海

外移転 が常態化 し た｡ 法人税 は 大幅 に引き下げ られ , 個人所得税 の 最高

税率 は レ
ー ガ ン 政権発足時 の 7 0 % か ら 2 8 % に 引き下げ られ た ｡ 市場 は

競争や イ ノ ベ ー

シ ョ ン を促進す る もの と イ デ オ ロ ギ
ー

的 に 描き出さ れ た

が , 実際 は資本家階級 の 権力を 回復 させ
,

大企業 へ の 資本の 集中をも た

ら し た ｡ (4 0 p ,
5 4 p)

そ れ で は
, なぜ 新自由主義が 勝利 した か ? (25 p)

英米 に先立 つ チ リ と ア ル ゼ ンチ ン の 場合 は, 伝統的上 層階級 と ア メ リ

カ政府 に後押 し さ れ た 軍事ク ー デ タ - と
,

そ れ に続 い た 労働運動 と都市

の 社会運動 の 紐帯 に 対す る 猛烈な弾圧 によ る もの で あ る｡ (6 0 p)

サ ッ チ ャ
ー は ア メ リ カ 政府 に支援 さ れ た チ リ の ピ ノ チ ェ ト の ク ー デ

タ -

政権を支持 し続 けた ｡ 民主主義 や 政権 の 正当性 よ りも,
イ デ オ ロ

ギ ー を選択 し た
｡

ラ テ ン ･

ア メ リ カ と 異なり 1 97 9 年 以 後 の サ ッ チ ャ
ー と レ

ー ガ ン の 新

自由主義革命 は
, 有権者 の 同意が 必要 だ っ た ｡

｢ 自由｣ と い う言葉 は
, もと も と ア メ リ カ 人か ら広く共鳴を受け る言葉 ｡

政治問題 は ｢
文化的問題なも の に 偽装 さ れ る｣ ｡ ( グ ラ ム シ 『

現代 の 君主』

参照) (61 p)

( 1 3)
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民衆 が新自由主義 に 同意 した の は
,

企業,
メ デ ィ ア , 大学, 職業団体

を通 じて 強力なイ デ オ ロ ギ ー が 流布 さ れ た か ら で ある ｡ 企業 は後援す る

シ ン ク タ ン ク を組織 し
, 政党をと らえ

, 国家権力を獲得 し た｡ 宣伝戦 で

は少数 エ リ
ー

ト の 経済権力を回復す る意図を表面 に 出さ ず
,

伝統 や 文化

的価値観 に訴えた｡ 個人的自由拡大 と い う大義が 世論 と な っ た｡ (61 p)

サ ッ チ ャ
ー は執掬 に ｢ 他 に 道は な い ｣ と 言 い 続けて

,
人 々 は宿命論的

に受け入 れ た ｡ (6 2 p)

民衆 の 心情 の 側面を見 る と 1 9 68 年 の 学生運動 の 影響が あ る｡ 当時 の

世界的な政治的反乱 は 個人的自由を追 い 求め る願望 に触発 さ れ て い た｡

個人的自由を神聖視する 政治運動 は新自由主義 の 囲 い に 取り込まれ や す

か っ た｡

社会的公正 と個人の 自由は両 立 しな い ｡ なぜ な ら前者は 社会的連帯を

必要 とす る が 後者 は しな い ｡ 社会的平等 の た め に個人の 欲求や ニ
ー ズ は

二 の 次 に なり, 両者 は 融合 しなか っ た ｡

68 年 の 騒乱 の 思想 で ある 国家 は敵 で あり変革す べ き対象 で あ る と い

う考え と
, 新自由主義は 容易 に 融合す る こ と が で きた ｡ (6 4 p)

個人的自由 の 理想を
, 国家 の 介入主義 と 規制 に反対 し

,
消費者 の 選択

の 自由, ライ フ ス タイ ル や 表現形式 の 自由を強調す る戦略は
,

｢ ポ ス トモ

ダ ニ ズ ム ｣ と も融合 しや す い ｡

エ リ
ー

ト階級 と大企業 ( ビ ジ ネス 界, 市場 シ ス テ ム) は
, 個人的自由

の 理想を巧妙 に使 っ て
, 自 らが 国家の 介入主義と 規制政策 に反対する こ

と で , 従来自由主義者 の 敵と さ れ て い た自 ら を
, 自由主義者の 標的か ら

は ずす こ と に 成功 した｡

イ ギ リ ス と ア メ リ カ の 事例 に共通す る の は
, 労使関係 と イ ン フ レ 克服

闘争 で ある ｡

イ ギ リ ス で は, 脱工 業化 に よ っ て 就業構造 が抜本的 に 変化す る に つ れ

て
,

か つ て 労働者階級 と して 確固と した ア イ デ ン テ ィ テ ィ を持 っ て い た

( 14 )
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人 々 の 多く が
, 中産階級的価値観 に取り込まれ て い っ た ｡ サ ッ チ ャ

ー

は ,

持ち家, 私的所有, 個人主義 に喜 び を見出す中産階級を育成す る こ と に

成功 し た｡

労働者階級 の 団結力 が圧 力 に押 さ れ て 徐 々 に衰退 して い っ た｡ (8 7 p)

イ ギ リ ス は ア メ リ カ と異なり国有企業が
,

航空会社
,

電話
,

鉄鋼, 蛋

力,
ガ ス

, 石油, 炭鉱, 水道,
バ ス

, 鉄道な どきわ め て 多く の 分野 にま

た が っ て い た の で
, 大規模民営化 の バ イ オ ニ ア と な っ た ｡ (8 7 p)

資産 の 売却 は 国庫をう る お す し
, 失敗 し た 国営企業を将来 に わ た っ て

面倒を見 る 厄介 か ら解放 さ れ る｡ 資産価値評価 は低く抑え ら れ
,

民間資

本 に 隠れ た 補助金を提供 し た｡ 民営化 は労働者 の 整理解雇を通 じて 効率

性 や コ ス ト構造を改善す る こ と を意味 し (86 p) , 同時 に労働運動 の 衰退

をもた ら した の で
, サ ッ チ ャ

ー

政権 にと っ て
一

石二 鳥以 上 の 効果を発揮

した ｡

ロ ン ド ン の シ テ ィ は ますます グ ロ
ー バ ル 金融 の 心臓部 と な っ た ｡

ひ と た び 新自由主義 が 深く根付くと
, 資本主義の グ ロ ー バ ル 経済化 に

新自由主義 が か なり適合的 で ある こ と を否定で きなくな っ た ｡ (8 9 p)

新自由主義 と新保守主義 は 容易 に結合す る ｡ 新保守主義 と は ア メ リ カ

で は エ リ
ー

ト階級 お よ び ビ ジ ネス 界, 他方 で 不満を い だ い た 白人労働者

階級 の ｢ 道徳的多数派｣ の 連合 で あ る｡ そ の 道徳的価値観 の 中心 に な っ

て い る の は
, 文化 ナ シ ョ ナ リ ズ ム

, 道徳的正 しさ
,

キ リ ス ト教信仰 ,
衣

族 の 価値,
フ ェ ミ ニ ズ ム や 同性愛の 権利, 差別是正 政策, 環境運動な ど

新 し い 社会運動 - の 反感 で ある ｡ (11 8 p)

ヨ ー ロ ッ パ に お け る 反移民感情を鮮明に した フ ァ シ ス ト右翼政党 の 台

頭も, 新自由主義 と 新保守主義の 結合 で ある ｡ グ ロ ー バ ル 経済 と ナ シ ョ

ナ リ ズ ム は 容易 に 結 び つ く｡ グ ロ
ー バ ル 経済が 世界市場 に お ける 国家間

の 競争を強め る か ら で あ る｡ (1 2 0 p)
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以 上 が ハ ー

ヴ ェ イ の 見解 で ある ｡ 新自由主義を受容す る民衆心理 に ま

で 立ち入 っ た 分析 で あ る｡

Ⅲ グロ ー バ リゼ ー シ ョ ン 論

(1) グロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の段階的把握

現代 は
, 経済的に は

,
生産要素 で あ る 人,

モ ノ
, 資金

, 情報 が 国境を

越え
,
政治的に は 法律や 制度 の イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ が , 文化的に は ポ ッ

プ カ ル チ ャ
ー や マ ク ドナ ル ドの ような食文化が 国境を容易 に越え る時代

で あ る
'1 7)

｡

こ の よ うな現象を念頭 にお い て 現代 は｢ グ ロ
ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン の 時代｣

で あ る と い うの が 通常使用さ れ る
,

｢ 常識的な意味 の グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ

ン｣ ( 第 1 ス テ
ー ジ) で あ る｡

グ ロ
ー バ リ ゼ ー シ ョ ン不可避論者 は

,
上 の 意味 で 理解 し

,
その なか で

生活 の 質 が 改善さ れ , 諸国民 の 相互 理解 が 深ま る も の と 考え る楽観主義

者 は
,

グ ロ
ー バ ル 化が 歓迎す べ き変化 で ある と と ら え る｡

他方, 用語 の 理解 は 同 じで ある が
,

主要な先進国
,

な か で も ア メ リ カ

の 政治的 ･ 経済的利益集団の 支配を強調 し
, 小国 の 国家主権 が 縮小す る

と 否定的 に と ら える 悲観主義的 グ ロ ー バ ル 論者が い る ｡

グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン に つ い て の 議論 は そ れ に と どま ら ず に
, 投資 に

お い て 海外か ら の 参入の 自由, 海外 - の 進出の 自由と い う意味 が加 わ る ｡

こ れ は ｢
対外進出入 の 自由の 意味 の グ ロ

ー バ リ ゼ ー シ ョ ン｣ ( 第 2 ス テ ー

ジ) で
, 多国籍企業 の 経済活動 と そ こ か ら派生す る多国籍企業 の 要求 に

焦点をお い た定義 で ある ｡ 自国民 の 海外経済活動 に対 し て 自由を保証さ

せ
, それ と セ ッ トに なる もの と して 国内 で 外国人 の 投資活動 の 自由を保

証 し, 海外拠点を国内事業 と 同 じよ う に営 め る よ う に す る と い う意味 で

( 16 )
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ある ｡ 外国人 に投資活動を保証する こ と は
, 規制 の 緩和を伴う の で

,
規

制改革 と い う名 で 遂行 さ れ て い る ｡
｢ グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン に こ と よ せ

た規制緩和論｣ で あ る｡ 現在行 わ れ て い る規制緩和是非論 と
,

グ ロ ー バ

リ ゼ ー シ ョ ン 是非論 と は 重なり合う ｡

第三 に , 第 2 ス テ
ー

ジ の 意味を越え て
,

E U を イ メ
ー ジ して 国民国家

の 役割 の 後退 と い う議論 が , 出て きて い る｡ こ れ は 現実と い う よ りも将

来展望 で あ る｡ こ れ は｢ 国民国家 の 後退の 意味の グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン｣

( 第 3 ス テ ー ジ) で あ る ｡

多国籍企業研究 の 先駆的研究者 で あ る キ ン ドル バ ー ガ ー は
,
1 96 0 年代

か ら ｢ 経済単位｣ と し て 国家 の 役割が 終 わ っ た と 述 べ て い る ｡ こ れ に た

い して ポ ー タ ー は , グ ロ ー バ ル 化 は , 国家 の 重要性を低下 さ せ て い る よ

う に 見える か も しれ な い が , 実 は逆 に 重要性を高め て い る｣
『
国の 競争優

位』 ( 邦訳 : ダ イ ヤ モ ン ド社 , 1 9 92 年) と , 述 べ て い る ｡

世界経済 にお ける 多国籍企業 の 役割 は キ ン ドル バ ー ガ ー

が 観察 して い

た 1 9 6 0 年代 よ りも実体経済 に お い て も金融面 に お い て も, ま た 国家 の

経済政策 に 対 して も格段 に影響力を増 した｡ しか し, 経済活動 の
｢
規制

者｣ と して の 国家 の 役割 は減 じて い な い
｡ 多国籍企業 の 発展を支え る ち

の と し て
, 国家 の 役割 が 変化 した の で ある｡

ス イ ス の I M D ( 経営開発国際研究所) は毎年 ｢ 国際競争力年鑑｣ を出

して
, 各国の 格付けを行 っ て世界の メ デ ィ ア に 公表 し て い る . 多国籍企

業 が 立 地を選 ぶ 際 の 参考と なる もの で ある が , 国際競争力を ｢ マ ク ロ 経

済｣
｢ 政府 の 効率性｣

｢ ビ ジネ ス の 効率性｣
｢ イ ン フ ラ｣ の 四 分野 に 分解 し

て い る ｡ I M D は 外資 に 対す る 規制横和 に高得点を与え, 国家 が 外資 に

便宜を図る 政策 に 高得点を与えて い る｡ こ れ は , そ の 国で 外資 が 活動 し

や すくす る ｢
新 た な規制｣ で あ ると も言 い 得 る もの で ある ｡ 国際競争力

の
一 つ の 重要な源泉 と して 国家の 経済政策に 重点が 置 か れ て い る の で あ

( 1 7)



｢
資本が 国境を越える｣ こ と は

,
1 0 0 年 以 上 前 か ら持続 し て い る し, 多

国籍企業 と い う概念 は
, 古く1 96 0 年代 以 来 の も の で あ る｡ しか し, そ の

時代 の
,

い わ ば ｢
経済の 国際化｣ 段階 と

, 今 日 の ｢ グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ

ン段階｣ で は質的な相違 が あ る よう に思 わ れ る｡
｢ 経済 の 国際化｣ 段 階で

は
,

企業 の 活動拠点 は本国に と どま っ た の に対 して ,

｢ グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン段階｣ で は拠点が ど こ に ある か は, 以 前 ほ ど に は 意味 が な い ｡ 企

業 は
,

コ ス ト的 に最適な立 地, ま た 市場 ア ク セ ス の 便利な立 地を さが し

て 世界中を探 し て い る ｡ それ はイ ン タ ー ネ ッ トの 普及 に よ り情報通信 コ

ス トの 急速な低落 が そ の 基盤と な っ て い る ｡

(2) ア ン ソ ニ ー ･ ギデ ン ズ の 議論
(1 8〕

イ ギ リ ス の 社会学者 で ブ レ ア 政権 の ブ レ
ー ン と して

,

｢
第三 の 道｣ を提

唱 し た ギ デ ン ズ は グ ロ バ リ ゼ - シ ョ ン を次 の よう に 理解す る｡

( 以 下 ペ ー ジ表記 は ギ デ ン ズ 『
暴走す る 世界』 か ら)

今 日
,

世界中の 経済界 の リ ー ダ ー

の だ れ もが グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン に

言及す る し
,
政治家 が こ の 言葉を抜き に演説を終 わ る と 舌足 ら ず にな る ｡

合理的 に先を見通そ う とす る な ら グ ロ
ー バ リ ゼ ー シ ョ ン を無視 して 済ま

せ る わ けに は い か な い ｡

グ ロ ー バ ル 化 した 経済 は それ 以 前 の 経済 と 全く違う モ ノ で は なく
,

過

去 か ら の 積み 重ねで あり, グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン を真 っ 向か ら否定す る

懐疑論者 の 言説 は ｢ 現実離 れ した 戯言｣ で ある ｡

懐疑論者 は グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と い う世界観 は
, 福祉国家 の 解体 と

財政支出 の 削減を企図す る市場主義者 の イ デ オ ロ ギ ー と い う｡ 懐疑論者

は ｢ グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は文化 の 多様性を侵食 し, 国家間の 不平等を

押 し広げ
, 貧困化を押 し進め

,
グ ロ

ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は, 優勝劣敗 の 世

( 1 8)



新自由主 義 の グロ
ー バ ル 化

界を つ くり だ し
,

そ こ で は
,

ほ ん の 数人が 巨富を手 にす る
一

方,
大多数

の 者 は
,

悲嘆と 絶望の 淵 に 追 い や れ ら れ て しまう｣ と い う｡ 確 か に 世界

全体 の 所得分配 に お け る最貧 5 分位 が 占め る 比率 は
,

89 年か ら 98 年 に

か けて
,
2 . 3 % か ら1 . 4 % に 下が っ た ｡ だ か ら と言 っ て富 め る国 が 悪 い と

い う わ けで は な い ｡ グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン を欧米支配 と 決め つ ける べ き

で は な い
｡ 国家群 や 大企業群が

,
グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン を思 い 通り に操

れ る わ け で は な い ｡ そ れ に 対 して グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン を認め る ラ デ ィ

カ ル ズ は
, 国家 の 統治権 の お よ ぶ 範囲は 狭まり,

政治家 の 影響力 は 低下

した と 見 る ｡

ギ デ ン ズ は
,

ラ デ ィ カ ル ズ を支持する もの の
,

ラ デ ィ カ ル ズ も グ ロ ー

バ リ ゼ ー シ ョ ン の 経済的側面 しか 見て お らず,
理解不十分 で

,
政治,

技

術, 文化 に も グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン の 波 は及 ん で い る と い う｡ その 根源

は
,

1 9 60 年代後半以 降の 通信技術 シス テ ム の 進歩の 結果 で ある ｡

グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン は 国際金融の よ うな個人の 手 に 負えな い 現象 に

限ら ず, 男女 同権 や伝統的な家族 の ありよ う, 労働 か ら政治 に お よ ぶ 幅

広 い 領域 の 変化 と 関係 して い る｡

グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は 国家 が持 つ 経済を コ ン トロ ー

ル す る 力 の
一

部

を国家 か ら奪 い 取 る 上 方統合 の 力 と
,

ロ ー カ ル な文化的 ア イ デ ン テ ィ

テ ィ を復興す る下方分散 ( - 自立分散化) の 力を持 っ て い る ｡ た と え ば
,

イ ギ リ ス か ら 分離を望 む ス コ ッ トラ ン ドや カ ナ ダの ケ ベ ッ ク州 は 国民国

家 の 競合機能を弱 め た グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン の 産物 で あ る｡

共産主義 の 崩壊 は
,

グ ロ
ー バ リ ゼ ー

シ ョ ンを キ ー に 説明す る こ と が で

き る ｡ 人 々 は 他国の 反体制 デ モ を テ レ ビ で 見 て 自国の 反体制 デ モ に参加

し た と 言う意味 で
,

｢
テ レ ビ ジ ョ ン革命｣ と 言え る｡

国の 経済政策 の 有効性 は 低下 した ｡ こ う した こ と は 国家 だ け で なく家

族, 仕事 , 伝統, 自然 に つ い て も同 じで
,

こ と ば は 同 じ で も中身が 昔 と

は こ と な る もの に な っ た｡

( 1 9 )
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私た ち は グ ロ ー バ ル ･ コ ス モ ポ リ タ ン社会 に 住む第
一

世代 で あ る｡ こ

の 社会 は
, 安定 した 社会 で は なく , 深 い 亀裂 の 後を残す不安 だ ら けの 社

会で あ る｡

こ の 社会 は い ま の と こ ろ
, 無目的か つ 無原則的 に で きあ が る秩序で あ

る が
,

わ た し たち が 思 い どお り に つ くり か え る こ と は ｢ で きる｣ ｡

日 々 の 生活 の あり よ うを グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン に適用 させ なけれ ば な

ら な い ｡

リ ス ク と は
, 将来の 可能性を積極的 に評価 した うえで

, あえて 目す危

険を意味す る｡ 伝統文化 は リ ス ク と い う概念をもた なか っ た が , 今 の 時

代 は その 概念が 重要性を持 っ て い る ｡

近代産業文明や リ ス ク と い う言葉 は , 過去 と の 決別を志向す る 社会を

前提 に して い る｡

リ ス ク には 正 と負 の 両面が あ る が
,

神 や伝統
,

自然 の 気まぐれ な ど に

未来をゆ だ ね るの で は なく
,

み ず か ら未来を切り開 こ う と す る社会 の 原

動力 こ そ が リ ス ク で ある ｡ 人生を お も し ろ くす る た め に
,

リ ス ク へ の 自

発的挑戦 はか か せ な い ｡

今が 昔 より危険な わ けで は な い が
, 外的な危険と そ れ 以 上 の 人工 リ ス

ク に さ ら さ れ て い る

し か し
, 反科学 t 反合理主義を と なえ て も, 得 る と こ ろ は 乏 し い ｡

(7 5 p)

リ ス ク に対 して 消極的で あろ う と して も無理 で あ る｡ リ ス ク へ の 挑戟

こ そが 経済を活性化させ
, 社会を改革す る た め に は 不可欠 で あ る ｡

新 し い リ ス ク は 国境を越える の だ か ら, 適切 なリ ス ク 管理 の た め に は

国際協力 は 欠か せ な い ｡

今 日 , グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン の あお りを受け て
,

欧米諸国 で は 日 常生

活ま で が 伝続 の しが らみ か ら抜け出 し つ つ あ る｡

伝統が 重きをな して お れ ば 共同体 の 中 で の 個人の 社会的地位 は安定 し

( 20 )



新自由主 義の グ ロ
ー バ ル 化

て い た｡ 個人 は 意思決定を しなくて よ い ｡

ひ と た び 伝統 が 撤退 して しまうと
,

私 た ちの 人生は , 選択肢 の 多 い
,

した が っ て 熟慮 が 欠 か せ な い もの と な る｡ 伝統と 慣習 に縛 ら れ なくな る

と 日 々 の 生活 に 個人 の 意思決定が 求 め ら れ る よ う にな る｡ 自我 の 確立 が

避けて 通 れ なくな る｡ (9 9 p)

民主主義 と市場経済をうまく組み 合 わせ た 欧米型 シ ス テ ム が 功を奏 し

た と い える ｡ (1 4 3 p)

民主主義が 最善 の シ ス テ ム だ と 非欧米諸国が 気 づ い た｡

情報通信 が ゆ き わ た っ た 世界 で は ｢ ハ ー ドパ ワ
ー

｣ すなわ ち万事 上 か

ら命令す る パ ワ
ー は通用 し なくな っ て い る ｡

欧米 の 数 カ 国で
,
政治家 ,

そ して 形式的な民主政治 - の 信頼の 念を人 々

はす っ か り失 っ て しま っ て い る が
,

しか し意思決定の 民主的 プ ロ セ ス へ

の 信頼を人 々 が 失 っ た わ けで は な い
｡ 90 % 以 上 の 人が 民主政治 は望ま し

い 政治体制 だ と 答え て い る｡

日本 か ら ドイ ツ
,

フ ラ ン ス
,

ア メ リ カ
,

イ ギ リ ス に い た るま で 各国 で

贈収賄事件 が 報 じ ら れ て い る が
, 贈収賄 が増え た の で は なく

, 開か れ た

情報化社会 で は 贈収賄を隠す の が 難 しくな っ た か ら で ある ｡

民主主義 の 民主化 が 必要 で あ る｡ その た め に は中央 か ら地方 - 権限を

委譲 し
, 政党 は 環境保 護団体 の よ う な

,

一 つ の 問題 に 特化 し た 団体

(si n gl e is s u e g r o u p) と の 共闘に真剣 に 取り組まなけれ ばな ら な い ｡

国家 か市場 か
, 官 か 民か と い うよ うな二 項対立的な社会観を払拭す べ

きで あ る ｡ 二 項対立 の 問 に
, 家族を は じめ と す る非営利組織を含 む 市民

社会 と い う領域 が 存在す る

テ レ ビは 二 つ の 意味 で 民主主義 と か か わ っ て い る｡ 第
一 に グ ロ ー バ ル

な情報化 は 民主化 の 強 い 推進力と な る｡ 第 二 に政治 は 自分た ち の 占有物

で あ るか の よ う に 報道 し
,

メ デ ィ ア の 多国籍化 と 巨大化 は 強大な メ デ ィ

ア 王 を誕生 させ る｡ メ デ ィ ア 王 は決 して 選挙で 選 ば れ な い ｡
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戦 わ ず して 得 ら れ る も の は な い ｡ あら ゆ る レ ベ ル の 民主主義 の 深化 は

戦 い と る に催す る ｡

暴走する 世界 は
, 民主主義 に しか で きな い 統治を必要と し て い る｡

ギ デ ン ズ の グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン 論 は
, 経済 だ けで なく家族 や 文化 に

関 わ る概念 で あり , 伝統 と慣習の 縛り か ら人 々 を解放 し
,

情報を世界 に

開示 し, リ ス ク に満ちた 暴走す る世界を創り出す が
,

こ れ は必然 の も の

と 受容 し, そ れを民主主義的に 統治す る 以外 にな い と い う結論 と な る｡

明解 か つ 含蓄 の 深 い も の で あ るが ,
グ ロ

ー バ リ ゼ ー シ ョ ン が 政治過程

で もあり
,

基軸国か ら強要され た 側面 - の 考慮 が抜けて お り,
グ ロ ー バ

リ ゼ ー シ ョ ン に乗 っ て 利益を得 て い るイ ギ リ ス 的バ イ ア ス が か か っ た 理

論 で ある ｡ 金融政策 に関す る 日 米政府間交渉 は, グ ロ
ー バ リ ゼ ー シ ョ ン

の 強制 の 典型例 で ある ｡

(3) 日本の 規制緩和 と日米構造協議

81 年 レ
ー ガ ン が ア メ リ カ の 大統領 と なり

,
ア メ リ カ 経済 の 再生 の た め

に打ち出 した 経済政策 ( R e a g a n o m ic s) は(1)軍事拡大
,
(2)大減税, (3)イ ン

フ レ抑制 の た め の 高金利 と ドル 高,
(4)政府の 規制を緩和す る こ と によ る

市場 メ カ ニ ズ ム の 活用 の 4 つ の 柱 か ら な っ て い た｡ 高金利 に よ っ て ドル

高 と なりt
ドル 高 の 結果 ア メ リ カ の 輸出は 不振 の ままで あ っ た｡ ア メ リ

カ の 製造業界 は 円安
･ ドル 高に よ る競争力の 低下 に い らだ ち 日 米貿易不

均衡 の 是正を 日本側 に や らせ よ う と した ｡ そ れ を受けて ア メ リ カ 政府

は
,

円安 ･ ドル 高問題 は
, 日 本の 金融 ･ 資本市場 の 閉鎖性 に基因 して お

り, 日 本 は金融 ･ 資本市場を
一

層開放 し, 円の 国際化をすす め る こ と で

円安 の 是正 に 努力す べ き だ と 主張 し始 め た｡ 83 年 11 月 に 訪 日 した レ ー

ガ ン大統領の 要求を受け入 れ て 中曽根首相 は ｢
大統領 と 私 と は

,
円 ･ ド

ル 問題 の 重要性 に つ き充分な意見の
一

致をみ て い ます ｡ わ れ わ れ は 為替
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新自由主義 の グ ロ
ー バ ル 化

レ
ー ト問題 お よ び投資 の それ ぞれ に 関 して 協議 の 場を創設す る こ と に令

意 しま し た｣ と声明 した ｡ こ の 合意 に基 づ い て 設置され た の が ｢
日 米円

･

ドル 委員会｣ で あ っ た ｡ ア メ リ カ側 が 円安の 原因は
,

日 本 の 金融
･

資本

市場 の 閉鎖性 と 円の 国際性 の 遅 れ にあ る と 考えて い た か ら 1 98 4 年 2 月

か ら は じま っ た ｢
円

･ ドル 委員会｣ に お け る ア メ リ カ側 の 具体的要求 は

(1 旧 本国外 に お ける 円取引市場 ( ユ ー ロ 円市場) 創設,
(2) ア メ リ カ の 金

融機関の 日本市場参入
,
(3)金融

･

資本市場 の 自由化 (非居住者 の 預金 ･

証券所得 に 対す る 源泉徴収税 の 撤廃, 定期預金金利 の 上 限撤廃,
C D

( n e g o ti abl e c e rtific a t e s of d e p o sit : 譲渡可能定期預金証書) の 発行条件

の 規制緩和な ど
,
(4) 対日 直接投資 に対す る 規制 の 撤廃 で あ っ た ｡ 日 本 の

大蔵省 ( 現在 は 財務省と 改称) は
, 当初時間をか けて 自由化を自主的 に

実施す る と 述 べ た が
,

ア メ リ カ 側 は 聞き入れ ず,
レ

ー ガ ン 大統領 と の 良

好な関係を重視す る 中曽根首相 の 判断で
,

ア メ リ カ の 要求を受け入れ た

｢
円 ドル 委員会報告書｣ (8 4 年 5 月) が作成 さ れ, 同時 に合意事項 の 実行

を監視す る た め の
｢
フ ォ ロ ー

ア ッ プ委員会｣ の 設置 に も同意 した ｡ こ れ

を ニ ュ
ー

ヨ
ー ク タ イ ム ズ は ｢

日 本側 の 譲歩 は
, 予想以 上 の も の で あ る｣ ,

シ テ ィ バ ン ク は ｢
今回の 日米合意 に満足 して い る｣ と 論評 し た｡

こ の 結果 日 本 は
,
84 年か ら円建 て 対外貸 し付けを自由化 し, 為替先物

の 原則実需制限を撤廃 した の を始 め
t

8 6 年 1 2 月 に は東京 オ フ シ ョ ア 市

場を創設す る な ど
,

金融 の 国際化を実施 して い っ た
｡

｢ フ ォ ロ
ー

ア ッ プ

委員会｣ は
,

6 回 開か れ
,
8 8 年 に 開催 さ れ た 6 回目の 会合 で ア メ リ カ 側

が 同委員会を今後
｢
日 米金融市場 ワ

ー

キ ン グ グ ル
ー プ｣ と 改称す る こ と

が提案 さ れ
, 日 米両国の 金融市場 だ けで なく , 世界の 金融市場間題を議

題 に す る こ と に な っ た ｡ なお 8 4 年 の 日 米円
･

ドル 委員会の 開催をき っ

か けと し て
,
8 4 年 か ら 8 6 年 に か けて イ ギ リ ス

,
ドイ ツ

,
フ ラ ン ス

, イ タ

リ ア
,

カ ナ ダと 日 本 と の 二 国間で
,

金融協議 が なさ れ ,
こ れ ら の 諸国か

ら 日 本に 金融市場開放 の 要望 が なされ た
`1 9'

｡
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プ ラ ザ 合意

ア メ リ カ は
,

日 本の 円安を金融 ･ 資本市場 の 開放 に よ っ て 是正 で き る

は ず だ と 考えて い た が
,

ドル 円相場 は ｢ 円 ドル 委員会報告書｣ が 出 され

た 84 年 5 月末の 時点 で 1 ド ル 2 31 円 だ っ た の が
,

1 0 月 に は 2 5 0 円と な

り逆 に 円安が 進ん だ だ けで なく ,
ドイ ツ マ ル ク の 対 ド ル 相場 は 円以 上 に

低下 し た ｡ 8 5 年1 月 に ワ シ ン ト ン で 行 わ れ た 5 カ 国財務相
･

中央銀行総

裁会議 (G 5) で
,

ヨ
ー ロ ッ パ 諸国 と 日 本 は ドル 高 の 原因 は ア メ リ カ の 高

金利政策 に あり, 高金利をもた ら し て い る ア メ リ カ の 財政赤字 の 削減 を

主張 し た が,
ア メ リ カ は こ れ に 応 じず 日 本 の 貿易黒字 と ヨ

ー ロ ッ パ の 高

い 失業率を問題に し た｡ 85 年 に入り円安 が さ ら に 進み
,

ア メ リ カ の 議会

で は 保護主義が
一

層強まり, 対 日 報復法案 が 可決さ れ た｡

一

方 こ の 頃 日

本の 産業界や 政府内部 で ア メ リ カ の ｢ 日 本叩き｣ を弱め る た め に
. 過度

の 円安を是正す べ き だ と の 意見 が 大きくな っ た ｡ 8 5 年 6 月 に 開催 さ れ

た
,
1 0 カ 国蔵相

･ 中央銀行総裁会議 ( G I O) で は ,

｢ 協調介入をすす ん で

実施す べ きで ある｣ と の 合意が 得 ら れ た ｡ こ れ と前後 して 日 米 二 国間交

渉 が 行 わ れ
,

日 本側 は為替 レ
ー ト の 調整 に よ り貿易イ ン バ ラ ン ス を是正

す べ き こ と
,

ア メ リ カ側 は
,

日 本 の 投資を促進す る た め の 税制改正を提

案 し
,

3 ケ月後の プ ラザ 合意の 基本的枠組 み が ほ ぼ 固ま っ た ｡

8 5 年 9 月 22 日 ニ ュ
ー

ヨ
ー ク の プ ラ ザ ホ テ ル に ア メ リ カ

,
日 本

,
西 ド

イ ツ
, イ ギ リ ス

t
フ ラ ン ス の 5 カ 国の 財務相 と 中央銀行総裁が 集まり,

異常な ドル 高を是正す る必要が あ る の で
,

ア メ リ カ も含 め て 5 カ 国 は ド

ル を売り, 円と マ ル クを買う ｢ 協調介入｣ を実行す る と い う共同声明を

発表 し た ｡ ア メ リ カ は プ ラ ザ合意 の なか に ｢ 協調介入｣ だ け で なく 日本

と ヨ ー ロ ッ パ 諸国が 内需拡大を促す た め に税制改正 と金融政策を組 み 令

わ せ て 実行する こ と をも含 め よ う と し た が ,
こ の と きは ヨ

ー

ロ ッ パ 諸国

と R 本 の 合意が え ら れ なか っ た ｡ しか し日 本 は その 後
,

ア メ リ カ に対 し

て
,
(1)国内市場開放計画 の 実施,

(2)規制績和 の 実施
,
(3)円 レ

ー トの 適正

( 24 )
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化 ,
(4) 内需刺激 - の 努力を確約 した ｡

プ ラ ザ 合意後

プ ラ ザ合意の 翌 日 ド ル 円 レ
ー

ト は 23 9 円か ら 23 4 円と な っ てす ぐに効

果が あ ら わ れ
,

G 5 各国が 決 め て い た 協調介入 の 期限は 6 週間
,

金額 は

1 8 0 億 ドル だ っ た が
,
期限の 1 0 月末ま で 1 02 億 ドル が 使わ れ た だ け で 当

初予定 の ドル の 1 0 % か ら 1 2 % 下方修正 の 目標 が 達成 さ れ た ｡ さ ら に 年

末 に は ドル 円相場 は 20 0 円ま で 下が り,
プ ラザ合意の 目的 は容易 に達成

され た ｡ 円高 は さ ら に進 み
,
翌 8 6 年 8 月 ド ル 円相場 は 1 5 2 円まで にな っ

た が , しか し為替 レ
ー ト の 修正 の 目的で あ っ た 日 米間の 貿易イ ン バ ラ ン

ス へ の 効果 は あまりあ ら わ れ なか っ た ｡ 円 ベ ー

ス で 見 る限り対米輸出は

85 年 の 1 5 兆円か ら ,
86 年の 1 3 兆円

,
87 年の 12 兆円 と 2 0 % 減少 し

,
対

米輸入 は同 じ時期 に 6 兆円,
4 兆円

,
4 兆円と 30 % 以 上 減少 した が

,
し

か し ド ル ベ ー

ス で み る と
, 対米輸出 は 8 5 年 の 65 2 億 ドル か ら

,
8 6 年 8 0 4

億 ドル
,
8 7 年 8 3 5 億 ドル と 大きく増加 し

,
同 じ時期の 対米輸入 は 2 57 億

ドル
,
2 90 億 ドル

, 31 4 億 ドル と増加 し
,
そ の 結果 ドル で み た 対米貿易収

支 は
,
8 5 年 の 3 9 4 億 ドル か ら

,
8 6 年 5 1 4 億 ドル

,
8 7 年 8 35 億 ド ル と黒字

が 大きく増加 した ｡ 日本 の 世界 に対す る貿易も
,

ド ル ベ ー ス で み る と
,

85 年 の 1 74 0 億 ドル か ら, 8 6 年 の 2 05 5 億 ドル
,
87 年 2 2 44 億 ドル と増加

し
, 他方輸入 は 1 1 8 0 億 ドル

,
1 12 7 億 ドル

,
1 2 7 9 億 ドル と わ ずか の 増加

で あ っ た の で
,

日 本の 貿易収支 の 黒字 は 85 年の 55 9 億 ド ル か ら
,

86 年

9 28 億 ドル
,

8 7 年 9 64 億 ド ル と倍近く増加 した (円 ベ ー

ス で は 1 3 兆円,

1 5 兆円,
1 4 兆円の 黒字 で ほ と ん ど増加 しなか っ た) ｡ 同 じ時期 に ア メ リ

カ の 貿易収支の 赤字 は
,
1 33 6 億 ドル

,
1 5 49 億 ド ル

,
1 6 99 億 ドル と拡大 し

た ｡

単 に ドル 高を是正 した だ けで は
, 貿易収支が 改善 しな い こ と を知 っ た

ア メ リ カ側 は, 海外主要国の 内需拡大を
,
特 に貿易黒字の 大き い 日 本 と
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西 ドイ ツ に対 し て財政支出を増 や して 速 や か に 実現す る こ と を強く要求

した ｡ 中曽根首相 は対米経済摩擦を緩和す る た め に 日本 が 実施で きる 方

策を検討す る た め に ｢
国際協調 の た め の 経済構造調整研究会｣ と い う首

相 の 私的諮問機関を設置 し
, 座長 に は 元 日本銀行総裁前川春雄, その 他

の 委員 に民間大企業 の 経営者, 元駐米大使, 元高級官僚, 学者を配置 し

た ｡

｢
前川 レ ポ ー ト｣ は

, そ の 時の 経済状況を, 日 本の 大幅経常収支 は世

界経済 に と っ て ｢ 危機的状況 で あ る と認識す る必要が あ る｣
,

｢ 従来 の 経

済政策の 転換なく して , わ が 国の 発展 は ありえな い ｣ と ま で 言 い
,

政府

は経常収支の 黒字を削減す る こ と
,

その た め に 内需拡大と 輸入増大 に よ

る 経済 の 拡大を世界 に表明す べ き で あ る と 提言 し た｡ つ まり
｢
前川 レ

ポ ー ト｣ は グ ロ ー バ ル な視点 に た た なけれ ば な ら な い と の 認識 の もと に

ア メ リ カ か ら の 要求を ほ と ん ど受け入 れ る こ と を表明 し た も の で あ っ

た ｡ 具体的な施策 と して(1)内需拡大の た め に都市再開発, 住宅減税 , イ

ン フ ラ整備
, 消費財 の 輸入促進

,
( 2)

t

I肖費生活 の 充実 の た め に 週休 二 日 制

の 完全実施,
(3)産業構造を変える た め に不況の 基礎素材産業 の 構造転換,

海外直接投資の 促進
t 農産物の 輸入促進, (4)海外 の 企業が 日 本市場 に 参

入 で き るよ う に 規制績和,
(5)円安 の 是正 と 金融資本市場 の 自由化 と 円の

国際化 ,
(6) 国際協力の た め の 対外援助 の 増額な どを提案 し た｡

こ の 8 6 年4 月 にま と め 上 げら れ た ｢ 前川 レ ポ ー ト｣ は そ の 後 の 日 本 の

財政金融政策 の 指針 と な っ た ｡

｢
前川 レ ポ

ー

ト｣ の 後
,

日本銀行 は 8 6 年

初 め に 5 . 0 % だ っ た 公定歩合を 8 6 年中 に 4 回切り下げ
,

8 7 年 2 月 に さ

ら に切り下げて
,

2 . 5 % に した｡ それ に も か か わ ら ず ア メ リ カ は さ ら に

公定歩合 の 引き下げを要求 し, 日 本は そ れ に応 じな い か わ り に
,

6 兆円

の 歳出増 と所得税減税を実施 し た｡ 赤字国債 が 累積 し て い る にもか か わ

ら ず さ ら な る財政資金 が 市中 に撒布 さ れ た o 当初急激な円高 に よ り鉄

鍋, 造船, 繊維産業 は輸出が 減少 して 不況 とな っ た が
,

こ の よ う な 内需

拡大政策が 功を奏 し て 円高 に よ る不景気 は 86 年 11 月を底 と して や が て

( 2 6)



新自由主義の グロ
ー バ ル 化

上 向き
,

8 7 年 か ら 8 9 年 に か けて 年率 5 % 成長 が 実硯 し た ｡ 同時 に放漫

な財政金融政策 は株価 の 上 昇,
地価 の 上 昇をも た ら した ｡

地価 の 上 昇 は 金本位制な ら ぬ ｢ 土 地本位制｣ と の メ デ ィ ア 用語を 生 ん

だ｡ 空前 の 好景気も後か ら み る と
,

バ ブ ル で 5 年 に満 た な い 期間の もの

だ っ た ｡ そ の 後 1 99 3 年 か ら 1 0 年 以 上 日 本 は ｢ 失 わ れ た 十年｣ と い う停

滞 の 時期を迎え た｡ 地価 の 急落 に よ り,
土 地神話 は崩壊 し

,
土 地担保 の

貸出は担保不足
, 不良債権 と して 十年間 日 本の 金融機関 の 桓桔 と な っ た｡

こ の 十年間 の 間
, 経済 の て こ 入 れ の た め に

,
規制緩和 ( 小泉政権 で は 改

革が 強調 さ れ て 税制改革) が 進 ん だ ｡

80 年代か らの 規制緩和事例 を含 め る と
,

･

タ ク シ
ー

台数の 制限撤廃

･

電力自由化

･ 酒類販売業免許 の 付与基準 の 緩和

･

港湾運送事業 へ の 新規参入

･ 電気通信事業 の 開放

･

農業 - の 株式会社参入

･

郵便事業 の 民間開放

･ 地 ビ ー ル な どの 最低醸造量 の 緩和

･

労働者派遣事業

･

医薬品の 部外品化 に よ る緩和

･ バ ス 運送事業 - の 新規参入 の 緩和

･

建築基準検査機関 の 民間開放

な ど で ある ｡

日 本政府 は グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ンを利益 と して い る こ と は 事実 で あ る

が
,

そ の プ ロ グ ラ ム や ス ケ ジ ュ
ー

ル は 自分の ペ ー

ス と は 関係なく, 市場

開放 や 内需拡大 の 経済政策を強要 さ れ た の が
,
1 98 0 年代後半 で ある

｡
グ
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ロ ー バ リ ゼ -

シ ョ ン が含 む ア メ リ カ ナ イ ゼ ー

シ ョ ン の 側面 で あ る
｡ 外的

強制を内側か ら率先 して 受け い れ よ うと す る 強固な層 が存在 し て こ そ,

グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は 世界 に広 が っ て い く ｡

お わ りに

新自由主義 は
,
70 年代まで の 労資合意 と財政 の 役割を重視す る ケ イ ン

ズ主義政策が ス タ グ フ レ
ー

シ ョ ン に 陥 っ た と き の
,

資本蓄積体制を立 て

直す た め 出て き たイ デ オ ロ ギ ー

で あ る｡ 労働組合員 の 権利意識 が 強か っ

た 先進国 で 先進国の エ リ ー ト階級 と ビ ジ ネ ス 界 の 反撃 の た め の 理念 で

あ っ た ｡ それ が 国民 に 受容さ れ た の は
, 第

一 に グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン と

結 び つ い て い た か ら で ある ｡ グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン は企業 の 海外投 資を

基盤 に して お り, 世界規模 の 大競争をも た ら し
, 国家 の 役割が 国際競争

力支援 に 集中す る こ と に な っ て も受容 さ れ る ｡

第 二 に 新自由主義 は ナ シ ョ ナ リ ズ ム を強調す る 新保守主義 と結 び つ い

て い た か らで あ る｡ 人間関係の 中心 が 金銭重視 の 方向 に シ フ トす る に つ

れ て
, 道徳観は 自由の 価値, 国家 の 発展な ど の 伝統的道徳観 が 強ま っ た ｡

本来国家の 介入を嫌う は ずの 新自由主義 が , ナ シ ョ ナ リ ズ ム を重視す る

の は矛盾 で あ る｡ その 意味 で グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン積極派 の E c o n o m is t

誌編集長 が
,

グ ロ ー バ ル 化 は よ い こ と で ある が
,

伝統的価値 の 強調 は よ

くな い と して 後者を否定する の は
`2 '̀'

, 新 自由主義 と グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ

ン の 首尾 一

貫性を主張 し た も の で あ る と は い え
,

た だ グ ロ ー バ リ ゼ ー

シ ョ ン推進と 同時 に ナ シ ョ ナ リ ズ ム を鼓吹す る こ と は
, 矛盾 で あ っ て も,

新自由主義者の 目的 は政府を使 っ て 自由主義理念を実現 に す る こ と で あ

り, ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 高揚 は
, 国民を統合す る上 で む しろ 都合 の よ い こ

と で あ る｡ 新自由主義を理念 と す る 政府 が ナ シ ョ ナ リ ズ ム あ お り, 自

らを支えて い こ う と して い る と 見 る の が リ ア ル な見方 で あ る｡
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新自由主義 の 理念通り の 社会 が完成す る と
, 人 々 の 連帯よ りも競争 に

よ る社会的地位 の 上 向 が最 上 の 価値 と な る｡ しか し競争 の 勝者 は わ ずか

で あり
,

敗者 は多数で ある ｡ 新自由主義が すすめ る苛烈な競争 に 参加 で

きずま た は 敗退 し て 存在場所を失 っ た 一

部の 市民が
, 自分 の 復活を ナ

シ ョ ナ リ ズ ム に 見出す事例 は
, 新自由主義 が 衰退 しな い 限り続く無限

ル ー プ の 危うさを は らん で い る｡ フ ラ ン ス の ル ペ ン現象 ,
ア メ リ カ の 狭

量な宗教右派的現象 が 世界 に 広が る下地 は 出来て きて い る
｡

ギ デ ン ズ と は 違 っ た 意味 の
｢
暴走す る世界｣ で あ る｡
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(5) 内橋克人
『悪夢の サ イ ク ル』 文蛮春秋,

2 0 0 6 年 ,
7 p

( 6)
『

ニ ッ ケル ･

ア ン ド
･

ダイ ム ドーア メ リ カ 下 涜 社会の 現実』 東洋経済新報社,

2 0 0 6 年 ｡ こ の 現状 を ル ポす るた め に 自 ら時給 6
-

7 ドル の レ ス トラ ン の ウ ェ イ

ト レ ス
,
ホ テル の 清掃係, 老人 施設 の 介護士

,
室内清掃業 の 従業員,

ス ー パ ー

マ
ー

ケ ッ トの 店員 を体験 した ル ポ ル タ ー ジ ュ が上 記 の 作品 で
,
統計数字だ けで は読み

取 れ な い 臨場感が あ る｡

( 7) デ ヴ ィ ッ ド ･ シ プ ラ
- 『

ワ
ー

キ ン グ
･

プ ア
ー ア メ リ カ の 下 層社 会』 岩 波書店

200 7 年 11 p , 原著 200 4 年

( 8) ミ シ ェ ル ･

ユ ソ ン ( フ ラ ン ス 国立統 計経 済研究所研究官) ｢ ヨ ー

ロ ッ パ を む しば

む 賃金格差｣ ル ･ モ ン ド
･

デ ィ プ ロ マ テ ィ
ー ク 日本語 ･ 電子版200 7 年 4 月 号)

(9) D a v id H a r v e y
…

A B ri ef Hi s t o r y o f N e olib e r ali s m

' '

2 0 0 5 邦訳 デ ヴ ィ ッ ド
･ ハ ー

ヴ ェ イ 『新自由主 義』 作品社200 7 年2 2 p

(10) 世界恐慌時の ア メ リ カ の フ ー バ ー 大統 領は
, 次の よう な自 由主 義的経済観 を

持 っ て い た ｡

( 1) 政府の 役割と は
, 産業界に統計的情 報を与 え る こ と , 産業界の 労働 改革 を助

( 30 )



新自由主義の グロ
ー バ ル 化

け , 海外投資 を促進する こ と｡

( 2) 企業 と は
,

自主 的努力 によ り. 経営の 無駄を 省き , 市場 を拡大 し労働改革す

る こ と｡ 労働改革と は 高生産性高賃金 の こ と
｡

( 3) 経済 と は
, 循環 的に好況と 不況 を自然に繰り返 すもの であ る , 政 府の 干渉 は

逆 に ｢ 自然の ｣ プ ロ セ ス 進行 を妨げる こ と に な る｡

(4 ) 予 算は
, 収支均衡 しな けれ ば な ら ない

｡

(ll) 2 0 0 3 年 の ア メ リ カ の 技 術貿易収支が 年 間3 . 2 6 兆 円 の 大幅黒 字 で あ る の に対

し , イ ギ リ ス 0 . 2 8 兆 円
,

フ ラ ン ス 0 .1 7 兆 円 , 日本0 .1 5 兆円 の 黒 字で あ る が , ド

イ ツ は
,
0 .1 2 兆 円の 赤字 で あ る

｡

(12) 伊藤元 垂 『
市場主 義』 日 経 ビジ ネ ス 文庫 2000 年1 5 7- 1 5 9 p

(13) 日 本経済新 聞200 7 / 0 5 /l l

(14) 日 本経済新 聞200 7 / 0 5 /1 2

(15) 日 本経済新聞 200 7 / 0 5/ 1 5

(16) ハ
ー

ヴ ェ イ 前掲書10 p

(17) デ ヴ ィ ッ ド ･ ヘ ル ド編 , 中谷義和 監訳 『
グ ロ

ー バ ル 化と は何 か』 法律 文化 社

200 2 年所収 27 p , 原 著 20 0 0 年

(18) A n th o n y Gi d d e n s

"

R U N A W A Y W O R L D
' '

佐和隆光 『
暴走する世界一 グ ロ

ー

バ リ ゼ ー シ ョ ン は何 を どうか 変 える の か』 ダイ ヤ モ ン ド社 2001 午 , 原著1 99 9 年

(19) 財務省財 務総合 政 策研究所財政 史室
『
明和財政 史 昭和 49

-

6 3 年度 第7 巻

国際金 融』 第3 章

CZO) 日本経済新聞200 7 / 0 5 / 1 7

( 3 1)


